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江
戸
川
左
岸
地
帯
に
明
治
カ
ム
昭
和
初

期
に
か
け
て
「
下
谷
三
千
石
」
と
呼
ば
れ

上
質
の
濡
米
が
と
れ
た
一
大
美
田
地
帯
で

し
た
。江

戸
時
代
か
ら
延
々
と
続
い
て
き
た
江

戸
川
左
岸
地
帯
の
水
と
の
戦
い
は
、
明
治

期
に
入
っ
て
も
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
江

戸
川
、
坂
川
の
洪
水
は
ほ
と
ん
ど
毎
年
の

よ
う
に
く
り
返
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

全
国
最
大
の
河
川
で
あ
る
利
根
川
は
江

戸
時
代
以
来
水
害
の
止
む
時
が
な
く
、
そ

れ
に
つ
ら
な
る
江
戸
川
の
堤
防
は
出
水
の

た
び
に
決
壊
し
、
沿
岸
低
湿
地
に
水
田
を

所
有
す
る
村
々
の
被
害
は
大
き
く
、
明
治

期
だ
け
で
も
二
十
数
回
に
も
及
ぶ
被
害
を

受
け
て
い
ま
す
。
下
谷
地
区
の
ほ
ぼ
中
央

を
流
れ
る
坂
川
の
治
水
は
、
江
戸
時
代
か

ら
の
人
々
の
最
大
の
悲
願
で
し
た
。
坂
川

は
江
戸
川
と
の
合
流
点
で
の
落
差
が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
降
雨
に
よ
る
江
戸
川
の
わ
ず

か
な
水
位
の
上
昇
や
、
台
地
か
ら
の
出
水

江
一

に
よ
っ
て
排
水
が
極
度
に
阻
害
さ
れ
、
低

地
一
帯
は
水
害
の
絶
え
る
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

江
戸
川
沿
い
に
あ
る
こ
の
下
谷
地
区
は

稲
作
を
中
心
と
し
た
農
業
生
産
地
域
で
し

た
。
し
か
し
こ
の
江
戸
川
左
岸
地
域
は
一

年
中
田
の
土
が
見
え
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど

水
は
け
の
悪
い
所
で
し
た
。
ま
さ
に
水
と

の
戦
い
に
明
け
く
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
ほ
ど
近
年
ま
で
悩
ま
さ
れ
つ
づ

け
ま
し
た
。
低
地
の
集
落
の
中
に
は
古
く

か
ら
網
の
目
の
よ
う
に
用
排
水
路
が
堀
ら

れ
、
田
舟
は
農
作
業
に
欠
く
こ
と
の
で
き

な
い
重
要
な
農
具
で
し
た
。
明
治
後
期
に

で
き
た
耕
地
地
図
に
は
「
舟
付
場
」
と
い

う
小
字
名
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
い
か
に

水
と
の
か
か
わ
り
が
深
い
地
域
で
あ
っ
た

か
が
分
り
ま
す
。

特
に
水
は
け
の
悪
か
っ
た
地
域
は
、
流

み
の
睡
宮

山
巳
ノ
起
（
現
在
の
南
流
山
小
、
中
学
校

附
近
）
、
松
戸
市
小
金
大
谷
（
現
在
の
西

き
た
わ
り

パ
ー
ク
附
近
、
松
戸
市
小
金
北
割
（
中
央

ぎ
ん
た
ん
わ
り

公
園
附
近
）
、
小
金
三
反
割
（
新
松
戸
南

小
か
ら
南
中
附
近
）
、
松
戸
市
伝
兵
衛
新

田
蓮
田
（
馬
橋
旭
大
橋
附
近
）
、
松
戸
市

ざ
ろ

稗
田
耕
地
、
伝
兵
衛
新
田
義
呂
（
日
大
歯

う
ま
ぬ
き

科
附
近
）
、
松
戸
市
古
ヶ
崎
午
発
（
松
戸

，
レ
ト
今
具
Ｊ
恥
や

農
協
栄
町
支
店
附
近
）
、
松
戸
市
菖
蒲
沼

（
馬
橋
高
校
附
近
）
な
ど
で
畦
な
ど
な
く

一

杭
を
立
て
て
境
界
線
と
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
深
い
水
田
に
は
、
客
土
と
い

っ
て
川
ざ
ら
い
を
し
た
土
を
入
れ
、
少
し

で
も
地
盤
を
高
く
す
る
努
力
が
な
さ
れ
ま

ど
ろ

し
た
。
ま
た
、
川
ざ
ら
い
を
し
た
土
は
泥

ご
え肥

と
し
て
肥
料
に
利
用
し
ま
し
た
。
胸
ま

で
つ
か
る
ほ
ど
の
こ
う
し
た
深
い
田
の
農

作
業
に
は
必
ず
田
舟
が
使
わ
れ
ま
し
た
。

毎
年
二
月
下
旬
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
渇

水
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
泥
さ
ら
い
は
、
下

谷
の
農
家
に
と
つ
．
て
重
要
な
年
中
行
事
の

一
つ
で
し
た
。
坂
川
本
流
の
泥
さ
ら
い
に

つ
い
て
は
、
関
係
各
町
村
の
耕
作
面
種
・
所

有
面
穣
・
戸
数
な
ど
に
応
じ
て
持
ち
場
が

決
っ
て
お
り
、
村
々
を
あ
げ
て
い
っ
せ
い

に
行
い
ま
し
た
。

昭
和
四
十
年
代
に
機
械
が
導
入
さ
れ
る

ま
で
は
ド
ロ
ハ
ラ
イ
・
ヘ
ド
ロ
カ
キ
・
ジ

ョ
レ
ン
・
ウ
ッ
ル
・
ス
キ
な
ど
を
用
い
、

ま
っ
た
く
の
手
作
業
で
泥
さ
ら
い
を
行
っ

て
い
ま
し
た
。

坂
川
は
下
谷
に
住
む
人
々
に
長
年
に
わ

た
っ
て
被
害
を
及
ぼ
し
つ
づ
け
ま
し
た
が

一
方
で
は
人
々
に
恵
み
を
与
え
る
川
で
も

あ
り
ま
し
た
。

坂
川
沿
岸
の
人
々
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

農
業
で
生
計
を
立
て
て
い
た
の
で
す
が
、

中
に
は
半
農
半
漁
で
く
ら
す
家
も
何
軒
か

あ
り
ま
し
た
。
都
市
化
が
進
ん
だ
現
在
の

一

様
子
力
ら
は
と
て
も
想
像
で
き
ま
せ
ん
力

今
か
ら
二
十
数
年
前
ま
で
の
坂
川
は
小
魚

の
宝
庫
で
し
た
。
こ
こ
で
採
れ
た
小
魚
は

下
谷
の
人
々
の
食
生
活
に
と
っ
て
貴
重
な

蛋
白
源
と
な
り
ま
し
た
。

坂
川
に
く
ら
べ
る
と
江
戸
川
で
は
本
格

的
な
漁
業
力
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
一
戦
前

ま
で
は
ア
ユ
、
エ
ビ
、
ボ
ラ
等
が
沢
山
採

れ
た
そ
う
で
す
が
、
戦
後
は
工
場
排
水
な

ど
で
水
が
汚
染
さ
れ
こ
れ
ら
の
魚
も
姿
を

消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

水
の
き
れ
い
だ
っ
た
頃
の
坂
川
で
人
々

は
洗
濯
を
し
た
り
、
野
菜
を
洗
っ
た
り
日

常
生
活
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
川
で
泳
い
だ
り
、
魚
を
採
っ

た
り
、
下
谷
の
子
供
達
に
は
恰
好
の
遊
び

場
所
で
し
た
。
坂
川
の
堤
に
は
榛
の
木
、

ト
ネ
リ
コ
、
桜
、
花
桃
な
ど
の
木
が
植
え

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
木
が
花
を
つ
け

る
春
に
は
見
事
で
し
た
。
ト
ネ
リ
コ
は
成

長
の
早
い
木
で
、
燃
料
の
少
い
下
谷
で
は

鯨
三■亨一
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新
松
戸
を
横
ぎ
り
江
戸
川
へ
と
つ
な
が

っ
て
い
る
坂
川
は
、
東
山
、
酒
井
根
、
横

作
、
南
増
尾
、
小
新
山
、
新
林
、
金
ヶ
作

木
戸
前
、
栗
ヶ
沢
新
田
か
ら
の
湧
水
が
源

と
な
っ
て
い
ま
す
。

坂
川
の
東
の
源
で
あ
る
柏
市
酒
井
根
の

①
大
清
水
は
、
現
在
宅
地
造
成
の
只
中
に

あ
り
、
小
高
い
丘
に
囲
ま
れ
た
窪
地
に
は

一
握
の
木
が
茂
り
、
坂
川
の
源
で
あ
る
湧

水
が
わ
ず
か
に
出
て
い
る
気
配
で
、
②
柏

市
東
山
の
遊
水
池
、
③
広
池
学
園
附
近
、

も
み

ワ
ラ
、
籾
と
共
に
重
宝
が
ら
れ
ま
し
た
。

は
ん榛

の
木
は
湿
地
帯
に
育
つ
木
で
、
高
さ
が

七
、
八
米
に
も
な
り
、
こ
の
木
に
棒
を
渡

し
て
稲
架
に
し
た
の
で
す
。
水
路
を
田
舟

で
運
ん
で
き
た
稲
を
土
手
に
あ
る
稲
架
に

掛
け
る
の
は
と
て
も
便
利
で
し
た
。

こ
う
し
た
下
谷
の
風
景
も
水
の
汚
染
が

目
立
ち
は
じ
め
る
昭
和
四
十
年
を
境
と
し

て
見
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

坂
川
の

④
松
戸
市
根
木
内
流
山
市
前
一
・
崎
城
山

の
遊
水
池
を
経
て
、
⑤
松
戸
市
東
平
賀
か

ら
や
っ
と
川
ら
し
い
体
裁
に
な
り
ま
す
。

こ
の
東
平
賀
へ
は
久
保
平
賀
、
き
よ
し
が

丘
か
ら
の
野
川
が
流
れ
込
み
、
地
図
上
に

も
富
士
川
と
し
て
記
載
さ
れ
る
地
点
で
す
。

富
士
川
の
源
の
各
々
の
遊
水
池
は
、
柏
、

流
山
、
松
戸
の
三
市
に
ま
た
が
っ
て
い
て

そ
の
三
市
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
為
に
か
え
っ
て
管
理
面
で
の
む
ず
か

し
さ
が
あ
る
の
か
少
々
荒
れ
、
遊
水
池
附

近
の
方
の
話
に
よ
る
と
、
ど
じ
ょ
う
、
塩

辛
と
ん
ぼ
等
も
い
て
、
今
年
は
蛍
も
見
か

け
た
と
の
こ
と
、
適
切
な
管
理
が
さ
れ
れ

ば
も
っ
と
自
然
が
も
ど
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
⑤
の
地
点
の
ち
ょ
う
ど
東
葛
建
装
と

い
う
建
物
の
前
の
水
深
は
か
な
り
あ
り
こ

こ
に
は
錦
鯉
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

坂
川
の
支
流
は
今
で
も
水
が
き
れ
い
で

す
。
坂
川
へ
注
い
で
い
る
支
流
は
多
岐
に

わ
か
れ
て
、
源
流
①
前
平
井
、
後
平
井

Fー‐

（
野
々
下
）
に
県
立
流
・
山
青
年
の
家
の
牝

側
百
メ
ー
ト
ル
の
所
に
あ
り
、
自
然
の
湧

水
が
人
工
池
へ
注
が
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

一
帯
は
昔
の
水
田
の
面
影
も
な
く
、
総
合

運
動
公
園
等
、
公
共
施
設
が
多
く
作
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
公
園
は
ま
だ
湿
地
帯

だ
っ
た
跡
を
と
ど
め
て
、
周
囲
に
緑
が
多

い
た
め
、
野
鳥
の
楽
園
で
も
あ
り
ま
す
。

公
園
の
一
隅
に
湧
水
が
出
て
い
る
が
、
こ

の
水
の
源
は
埋
立
て
て
あ
り
わ
か
ら
な
い
。

も
う
一
つ
の
源
は
す
で
に
枯
れ
果
て
て
い

て
、
こ
の
湧
水
が
園
内
の
人
工
池
へ
と
注

ぎ
こ
み
、
こ
の
池
か
ら
又
、
次
の
②
古
間

木
へ
の
流
れ
と
な
り
、
地
図
上
に
は
野
川

と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
野
々

下
、
長
崎
へ
と
流
れ
が
整
い
、
こ
の
辺
り

で
三
、
四
本
の
川
が
合
流
し
て
や
っ
と
川

と
し
て
の
型
が
整
い
始
め
ま
す
。
ち
ょ
う

ど
③
野
々
下
の
団
地
坂
下
の
辺
り
で
あ
り
、

こ
こ
は
寓
士
見
橋
か
ら
富
士
川
ま
で
二
百

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
あ
り
、
こ
れ
か
ら
が
坂

川
と
な
り
ま
す
。
④
豊
四
季
、
松
ヶ
丘
、

名
都
借
を
通
り
坂
川
へ
入
る
川
に
は
家
庭

用
雑
排
水
が
流
れ
こ
み
、
ひ
ど
く
汚
れ
て

い
て
、
こ
の
合
流
地
点
か
ら
特
に
汚
れ
が

、

ひ
ど
く
上
図
の
⑤
附
近
の
上
富
士
川
と
平

賀
川
と
が
合
流
す
る
地
点
も
汚
れ
が
ひ
ど

か
っ
た
が
、
そ
れ
も
同
様
に
平
賀
川
か
ら

の
家
庭
用
排
水
の
た
め
で
あ
り
、
現
在
の

－

坂
鵬
は
東
の
源
流
の
大
清
水
か
ら
の

流
れ
と
、
西
の
源
流
の
野
々
下
か
ら
の
流

れ
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
下
流
は
、
柳
原
桶
門
ま
で
で
す
が
、

今
回
取
り
上
げ
る
坂
川
は
、
堂
の
口
橋

（
赤
肌
桶
門
）
ま
で
と
し
ま
す
。

坂
川
に
架
か
る
橋
は
（
図
参
照
）
①
か

ら
③
ま
で
の
間
の
橋
は
、
架
け
替
え
中
の

も
の
も
含
め
て
現
在
釣
橋
あ
り
ま
す
。
◇

か
ら
②
ま
で
の
根
木
内
橋
か
ら
八
木
南
橘

ま
で
の
間
は
、
名
前
の
無
い
小
さ
な
橋
が

３
橋
あ
り
、
⑦
か
ら
⑧
ま
で
の
北
千
葉
導

水
路
（
坂
川
放
水
路
）
に
は
７
橋
が
架
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

坂
川
の
長
さ
は
①
の
野
々
下
か
ら
②
の

合
流
地
点
ま
で
が
約
２
２
０
５
ｍ
、
◇
の

大
清
水
か
ら
②
の
合
流
地
点
ま
で
が
約

時
点
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
坂
Ⅱ
の
汚

水
は
上
流
の
一
部
の
野
川
に
原
因
の
一
端

が
あ
る
よ
う
で
す
。
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一
沢
四
川
工
一
馨
α
叩
配
ま
り

河
川
工
事
の
始
ま
り
は
、
慶
長
八
年
に

幕
府
を
開
い
た
徳
川
家
康
の
分
身
万
能
代

官
で
あ
る
伊
奈
熊
蔵
忠
次
（
備
前
守
）
に

よ
っ
て
は
じ
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
後
二
百

年
間
に
も
わ
た
っ
て
伊
奈
家
は
治
水
や
、

潅
概
工
事
を
行
い
ま
し
た
。
幕
府
に
お
け

る
河
川
技
術
は
も
っ
ぱ
ら
「
伊
奈
流
」
あ

３
１
８
０
ｍ
あ
り
、
こ
こ
か
ら
が
一
本
の

坂
川
の
流
れ
と
な
り
ま
す
。
②
の
地
点
か

ら
③
の
赤
肌
桶
門
ま
で
は
約
８
９
２
５
ｍ
、

横
六
間
川
の
④
西
栄
町
３
１
１
１
２
３
番

地
か
ら
、
⑤
西
栄
町
３
１
１
１
１
２
番
地

ま
で
が
約
３
９
０
ｍ
、
⑤
か
ら
⑥
の
古
ヶ

崎
橋
ま
で
の
縦
六
間
川
は
、
約
２
８
８
０

ｍ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
松
戸
の
区
画
整

理
後
、
昭
和
師
年
５
月
に
完
成
し
た
北
千
葉

導
水
路
（
坂
川
放
水
路
）
は
⑦
の
関
の
橋
か

ら
⑨
圭
水
機
場
ま
で
が
約
１
５
０
０
ｍ
弱
あ

り
ま
す
。
こ
の
北
千
葉
導
水
路
が
江
戸
川
へ

そ
そ
ぐ
地
点
の
中
洲
あ
た
り
は
、
初
冬
か
ら

早
春
ま
で
毎
年
水
鳥
の
宝
庫
と
な
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
河
川
工
事

江
戸
時
代
の
河
川
工
事
（
川
普
請
）
は

幕
藩
領
主
が
行
っ
た
「
普
請
」
と
農
民
が

自
分
た
ち
で
資
材
や
人
足
を
負
担
し
て
行

っ
た
「
自
普
請
」
に
大
別
で
き
ま
す
。
私

達
の
町
を
流
れ
る
坂
川
は
「
自
普
請
」
に

よ
っ
て
出
来
ま
し
た
。

普
請
に
は
「
公
儀
普
請
」
幕
府
自
ら
の

支
出
で
行
う
も
の
。
「
大
名
手
伝
普
請
」

幕
府
が
特
定
の
大
名
に
工
事
費
用
を
負
担

さ
せ
る
も
の
で
、
一
部
は
幕
府
が
負
担
し

っ
乞
い
”
圃
一
匪
味
南
蛮
加
」
し
一
い
、
７
斗
抑
鐸
鰯
に
卜
ふ
り
〃

ま
し
た
。
「
関
東
流
」
は
武
田
信
玄
の
河

川
技
術
で
あ
る
「
甲
州
流
」
を
も
と
に
し

て
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
「
甲
州
流
」
は
急

流
河
川
に
用
い
ら
れ
、
雁
行
形
を
な
す
不

連
続
堤
（
霞
堤
）
を
設
け
る
こ
と
に
特
微

が
あ
り
ま
す
。
「
関
東
流
」
で
は
普
通
の

洪
水
は
自
然
堤
防
や
、
部
分
的
に
築
い
た

低
い
堤
防
で
防
ぎ
ま
し
た
。
大
洪
水
の
時

は
そ
の
堤
防
を
越
流
さ
せ
て
、
堤
防
際
に

設
け
た
遊
水
池
に
滞
溜
さ
せ
、
そ
れ
を
さ

ら
に
内
側
に
設
け
た
控
え
堤
で
防
ぐ
方
法

を
と
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
二
百
年
間

続
い
た
伊
奈
家
も
、
寛
政
四
年
（
一
七
九

二
）
閏
三
月
、
お
家
の
内
紛
に
よ
っ
て
関

東
郡
代
を
罷
免
さ
れ
、
廃
絶
と
な
り
ま
し

た
。

『

ま
し
た
嶋
一
匡
役
普
誰
」
二
十
万
石
以
上

の
大
名
は
、
今
ま
で
通
り
自
力
普
請
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
下
の
大

名
領
、
旗
本
領
、
寺
社
領
は
国
役
普
請
に

す
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
「
領
主
普
請
」

は
幕
府
が
幕
府
領
、
藩
が
藩
領
、
旗
本
が

旗
本
領
に
対
し
て
行
っ
た
工
事
の
こ
と
で

す
。

河
川
行
政
と
河
川
の
推
移

明
治
の
初
め
か
ら
同
七
年
頃
ま
で
河
川

事
業
の
機
構
は
、
何
回
か
変
化
が
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
以
後
は
内
務
省
が
廃
止
さ

れ
る
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
の
七
十
四
年
間
に
わ
た
っ
て
、
行
政
を

取
り
扱
い
ま
し
た
。

明
治
二
十
九
年
に
河
川
法
が
制
定
さ
れ

る
ま
で
、
河
川
に
関
す
る
法
律
は
未
整
理

の
ま
ま
で
、
国
は
主
と
し
て
舟
運
の
便
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
低
水
工
事
を
直

轄
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
ま
し
た
．

洪
水
防
御
を
目
的
と
し
た
高
水
工
事
は
地

方
が
行
っ
て
い
ま
し
た
。
理
由
と
し
て
は
、

全
国
的
な
運
輸
交
通
路
と
し
て
河
川
航
路

が
重
要
だ
っ
た
こ
と
、
高
水
工
事
を
実
施

す
る
に
は
国
家
財
政
基
盤
が
貧
弱
だ
っ
た

こ
と
、
行
政
組
織
も
不
完
全
だ
っ
た
こ
と

等
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

明
治
二
十
二
年
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布

何

桜
α
一
布
匡
議
会
て
も
地
方
淵
蛍
身
の
議
員

た
ち
は
治
水
事
業
の
促
進
を
強
く
要
望
し

ま
し
た
。
そ
の
頃
か
ら
社
会
経
済
的
な
状

況
も
大
き
く
変
化
し
て
、
鉄
道
の
発
達
に

よ
っ
て
舟
運
の
重
要
性
が
相
対
的
に
低
下

し
ま
し
た
。
明
治
二
十
年
代
後
半
か
ら
次

々
と
鉄
道
網
が
整
備
さ
れ
る
に
と
も
な
っ

て
、
舟
運
の
地
位
が
下
が
り
低
水
工
事
の

必
要
が
な
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

明
治
二
十
七
年
の
日
清
戦
争
に
よ
る
国

家
財
政
の
拡
大
と
い
う
社
会
情
勢
を
背
景

と
し
て
、
本
格
的
な
河
川
改
修
の
基
盤
が

整
い
治
水
三
法
が
明
治
二
十
九
年
四
月
八

日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

旧
幕
時
代
か
ら
関
係
が
深
か
っ
た
オ
ラ
ン

ダ
の
技
師
を
招
聴
し
、
技
術
の
導
入
を
図

り
ま
し
た
。
明
治
五
年
四
月
に
来
日
し
た

フ
ァ
ン
・
ド
ー
ル
ン
は
「
治
水
総
論
」
を

著
し
た
そ
の
中
に
河
川
工
学
の
具
体
例
と

し
て
「
大
き
く
湾
曲
し
て
い
る
松
戸
地
先

の
江
戸
川
は
、
流
水
の
疏
通
と
川
岸
の
保

謹
の
た
め
に
は
河
道
を
直
線
化
す
れ
ば
よ

い
が
、
そ
れ
に
は
極
め
て
多
額
の
費
用
が

み
ず
は
ね

か
か
る
。
そ
こ
で
水
釧
を
設
置
し
て
水
衝

部
を
守
れ
ば
費
用
も
安
い
し
、
効
果
も
上

が
り
最
適
な
対
策
と
な
る
」
と
重
要
な
指

摘
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
の
後
の
「
日

本
治
水
の
説
」
で
は
、
江
戸
川
の
流
路
は

利
根
川
の
約
半
分
で
、
し
か
も
勾
配
は
利

－4－



根
脆
よ
り
急
な
の
で
洪
水
に
江
戸
鵬
へ
流

し
た
方
が
よ
い
と
述
べ
、
そ
の
た
め
の
具

体
的
な
工
事
の
方
法
を
記
し
て
い
ま
す
。

利
根
川
水
系
の
計
画
や
、
工
事
に
は
江
戸

川
の
堀
江
の
水
位
零
点
を
基
準
と
す
る
よ

、
７
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
八
年
六
月
十
六
日
千
葉
県
葛
飾
郡

松
戸
駅
地
先
の
江
戸
川
で
試
験
的
粗
柔
工

（
水
制
工
三
本
、
謹
岸
工
一
ヶ
所
）
の
工

事
が
試
験
的
に
施
工
さ
れ
ま
し
た
。
利
根

川
水
系
に
お
け
る
最
初
の
政
府
直
轄
の
河

川
工
事
で
し
た
。

明
治
二
十
年
頃
か
ら
は
、
ム
ル
デ
ル
の

改
修
計
画
に
も
と
ず
い
て
河
川
工
事
が
進

め
ら
れ
ま
し
た
が
、
相
次
ぐ
大
き
な
洪
水

に
見
舞
わ
れ
、
工
事
は
完
成
し
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
次
第
に
高
水
工
事
を
中
心

に
し
た
河
川
工
事
の
着
手
と
な
り
、
明
治

三
十
三
年
か
ら
新
た
な
計
画
に
も
と
ず
く

高
水
工
事
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

明
治
二
十
九
年
に
制
定
さ
れ
た
河
川
法

は
、
制
定
当
時
の
社
会
経
済
情
勢
を
反
映

し
て
治
水
に
重
点
が
置
か
れ
、
利
水
に
つ

い
て
は
充
分
な
制
度
が
用
意
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
戦
前
に
お
い
て
も
改
正
の

必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
戦

後
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
国
の
行
政
は
大

き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い

河
川
法
を
再
検
討
す
る
必
要
力
生
じ
て
き

ま
し
た
。

昭
和
三
十
九
年
七
月
に
河
川
法
が
全
面

的
に
改
正
さ
れ
、
新
河
川
法
と
し
て
公
布

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
そ
の
改
修
改
訂

計
画
に
よ
っ
て
工
事
が
進
め
ら
れ
ま
し
た

が
、
首
都
圏
域
と
な
っ
た
流
域
は
飛
躍
的

な
開
発
を
し
た
た
め
高
い
安
全
性
や
、
水

資
源
の
開
発
な
ど
新
し
い
問
題
が
発
生
し

ま
し
た
。
各
種
検
討
し
た
結
果
、
昭
和
五

十
五
年
十
二
月
十
九
日
河
川
審
議
会
を
経

て
、
利
根
川
水
系
工
事
実
施
基
本
計
画
が

改
訂
さ
れ
ま
し
た
。

F一‐

F一‐
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F

●
水
利
権

特
定
の
企
業
者
、
公
共
団
体
、
一
定
地

域
間
の
住
民
、
耕
地
や
森
林
の
所
有
者
が

独
占
排
他
的
に
継
続
し
て
、
公
水
、
殊
に

河
川
の
水
を
引
用
し
又
は
、
水
面
を
利
用

で
き
る
権
利
。

発
電
用
水
利
権
・
水
道
用
水
利
権
・
通

航
権
・
潅
概
用
水
利
権
・
流
木
権
の
類

・
用
水
権

●
水
利
組
合

水
利
、
土
工
に
関
す
る
事
業
を
営
む
た

め
に
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
、
一
定
の
地

域
内
の
土
地
家
屋
所
有
者
に
よ
っ
て
組
織

し
た
公
法
人
。
水
利
組
合
と
水
害
予
防
組

合
と
が
あ
っ
た
が
、
一
九
四
九
年
土
地
改

良
法
が
制
定
さ
れ
、
前
者
は
土
地
改
良
区

と
改
称
。

●
水
利
地
益
税

目
的
税
の
一
・
水
利
、
都
市
、
林
道
の

事
業
そ
の
他
、
土
地
ま
た
は
山
林
の
利
益

と
な
る
べ
き
事
業
の
実
施
の
徴
用
に
あ
て
、

こ
れ
ら
の
事
業
で
特
に
利
益
を
受
け
る
土

昭
〃〃〃〃〃和
575652524539

510448

豪
雨
で
下
谷
地
区
浸
水

松
戸
市
新
松
戸
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合
設
立
認
可
申
請

新
松
戸
地
区
上
下
水
道
使
用
開
始

農
業
用
水
合
理
化
事
業
に
着
手

台
風
二
十
四
号
に
よ
る
新
松
戸
地
区
浸
水

北
千
葉
導
水
路
新
松
戸
排
水
機
場
の
完
成

《
Ｌ

地
、
ま
た
は
家
屋
に
対
し
て
課
す
る
地
方
税
。

●
水
利
防
害
罪

提
防
決
淡
、
水
門
破
壊
、
そ
の
他
水
利

を
妨
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
犯

罪
。

村総出の泥さらい
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形
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科
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埠
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洪
水

洪
水

坂
川
普
通
水
利
組
合
の
設
立

松
戸
町
下
矢
切
地
先
の
柳
原
棚
門
改
築

古
ケ
崎
地
先
に
排
水
機
を
設
立

桶
野
口
地
先
に
三
台
の
排
水
機
設
置

洪
水
・
権
現
堂
堤
防
決
壊

江
戸
川
大
洪
水
・
東
京
湾
岸
海
鰍
起
る

関
東
大
震
災
の
た
め
柳
原
桶
門
修
理

赤
肌
桶
門
改
築

県
営
坂
川
沿
岸
農
業
水
利
改
良
事
業
の
起
工

流
山
地
先
に
ヂ
ー
ゼ
ル
エ
ン
ジ
ン
揚
水
機
を
設
置

東
西
幹
線
用
水
路
新
坂
川
の
堀
さ
く

豪
雨

台
風
・
洪
水

伝
兵
術
新
田
に
排
水
機
設
撞

台
風

流
山
の
揚
水
機
改
修

キ
ャ
サ
リ
ー
ン
台
風
・
江
戸
川
大
洪
水

キ
テ
ィ
台
風

県
営
農
業
水
利
事
業
の
竣
工

坂
川
普
通
水
利
組
合
を
坂
川
土
地
改
良
区
に
改
称

団
体
営
か
ん
が
い
排
水
事
業
の
起
工
・
新
坂
川
の
改
修

洪
水

江
戸
川
堤
防
の
拡
幅
工
事
・
坂
川
の
護
岸
工
事

桶
野
口
の
坂
川
排
水
機
場
を
経
費
一
億
円
で
完
成

年
代

事
項

江
戸
川
・
坂
川
の
洪
水
と
治
水
年
表



ｏ
坂
川
く
り
は
か
つ
て
植
物
の
宝
庫
で
し

た
。
川
に
は
柳
藻
、
石
菖
藻
、
栃
鏡
な
ど

の
川
藻
が
生
え
て
い
ま
し
た
。
又
河
骨
も

群
生
し
、
ま
こ
も
は
地
下
茎
を
五
月
の
下

旬
位
に
抜
き
と
り
、
生
食
す
る
と
や
や
甘

味
が
あ
り
、
美
味
で
し
た
。
川
く
り
は
匂

菖
蒲
、
半
夏
生
、
菖
蒲
、
ど
く
だ
み
、
く

こ
等
が
生
え
、
く
こ
は
春
は
芽
つ
み
を
し

て
く
こ
飯
、
煮
物
、
佃
煮
等
に
し
、
秋
は

実
を
つ
み
ま
し
た
。

○
大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
ま
で
肥
船
と
い

う
五
十
荷
船
に
よ
っ
て
藻
刈
を
行
い
ま
し

た
。
後
尾
に
ス
ク
リ
ュ
ー
を
水
平
に
つ
け

た
よ
う
な
藻
刈
機
を
、
土
手
か
ら
ロ
ー
プ

で
曳
き
、
樋
の
口
か
ら
横
須
賀
の
関
ま
で
年

数
回
刈
り
、
水
の
流
れ
を
よ
く
し
ま
し
た
。

○
思
井
の
関
は
幸
田
、
芝
崎
、
思
井
の
三

村
に
ま
た
が
っ
て
い
ま
す
が
、
水
利
権
を

持
っ
て
い
る
鰭
ヶ
崎
が
管
理
を
し
ま
し
た
。

現
在
の
宮
園
団
地
の
西
側
に
水
路
を
堀
り

鰭
ヶ
崎
の
駅
前
を
通
り
、
鰭
ヶ
崎
の
田
に

用
水
と
し
て
利
用
さ
れ
、
水
利
権
を
持
た

な
い
三
村
は
、
こ
の
関
の
た
め
に
排
水
す

る
こ
と
が
出
来
ず
困
り
ま
し
た
。
現
在
、

坂
川
土
地
改
良
区
流
山
の
用
水
機
場
が
出

来
、
鰭
ヶ
崎
は
思
井
の
関
を
放
棄
し
、
現

在
は
遊
水
池
の
様
に
な
っ
て
い
ま
す
。

余
釣

'燭
ノ

緬
和
ｙ
〃

ひ
よ
ど
肋
●
．

新
松
戸
で
多
く
見
か
け
る
野
鳥
は
、
鵜
、

す
ず
め
む
く
ど
り

雀
・
椋
鳥
等
で
こ
れ
ら
は
留
鳥
と
い
い
、

渡
り
を
せ
ず
一
年
中
同
じ
場
所
に
い
る
鳥

き
じ
ば
と
か
ら
す
し
じ
ゅ
う
か
ら
か
る
が
も
さ
ぎ

で
す
。
推
鳩
・
鴨
・
四
十
雀
・
軽
鴨
・
鷺

な
ど
も
こ
れ
ら
の
仲
間
で
す
。

ま
た
漂
鳥
と
い
わ
れ
年
中
日
本
に
い
る

烏
で
、
四
季
に
よ
っ
て
住
む
場
所
を
か
え

う
ぐ
い
す
あ
お
じ
る
り
ぴ
た
き
も
ず

て
い
く
鴬
・
青
鵬
・
瑠
璃
鶴
・
賜
等
も
見

ら
れ
ま
す
。

渡
り
鳥
の
中
の
冬
鳥
が
今
新
松
戸
に
や

０
」
畔
呼
◇
か
し
〕
り

っ
て
来
て
い
ま
す
。
主
に
鴫
類
・
千
鳥
類

つ
ぐ
み
じ
ょ
、
７
び
た
さ
あ
と
り

鵜
・
尉
鵜
・
穂
子
鳥
等
で
こ
れ
ら
の
鳥
達

は
、
北
極
か
ら
南
米
の
広
大
な
草
原
に
行

く
旅
の
途
中
で
日
本
に
立
ち
寄
り
、
し
ば

し
羽
を
休
め
体
力
を
回
復
さ
せ
る
の
で
す
。

つ
ば
め

燕
は
夏
鳥
で
、
え
さ
は
江
戸
川
沿
い
の
休
耕

峠
か
Ｌ
李

地
や
水
田
、
坂
川
周
辺
な
ど
で
蚊
や
娘
子

な
ど
を
主
に
狸
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
巣

づ
く
り
に
は
外
敵
の
少
な
い
民
家
の
軒
や

ビ
ル
の
間
を
好
み
、
巣
を
つ
く
る
材
料
の

中
に
は
、
ビ
ニ
ー
ル
や
釣
糸
が
交
っ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
、

新
松
戸
の野

烏

~§夢
－7－

甲
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｊ
酉
４
‐
１
１

Ｉ
ｆ

十
一
日

１
Ｊ
－
ｆ

十
五
日

二
十
日

二
十
西
日

二
月
一
日

午
の
日

三
日

農
事

三
月
三
日

八
日

農
聯

皿

月
八

日

１
Ｎ
ご
』

元
旦
祭

七
叩

蔵
開
き

繭

.{ミ

ノ
ｊ
ｉ
う

庖天え61
伸びの

癒講すイビ

蔓，
促一

三
・
日
Ｂ
型
が
０
、

初
午
猟

師
分
会

0

（
l

t
(リ

荊
雰

仁
王
股
く
ぐ
り

家
内
安
全
、
哩
作
を
祈

噸
す
る
。

七
革
が
ゆ

●
り
ん
専
従
叱

家
か
ら
み
て
あ
き
の
方

の
田
を
五
ヶ
所
ほ
ど
耕

し
、
野
菜
、
洗
い
米
、

塩
、
魚
、
柄
を
供
え
榊

に
弊
紙
を
つ
け
て
奉
納

す
る
。

餅
を
マ
ユ
に
形
ど
っ
た

も
の
と
、
花
を
川
柳
の

木
に
飾
る
。
マ
ユ
の
豊

作
を
祈
願
す
る
。

小
豆
の
入
っ
た
粥
を
食

べ
る
。

一
■
け
ｑ
、
■
〃
■
姑
‘
己
５
０
田
●
Ｆ
Ⅱ
■
帥
℃
■
■
ｑ

ｆ
盆
グ
リ
副
ノ
軸
荊
》
ら
ｆ
肩
厚

マ
ァ
御
鍔
祇
曲
卜
且
刀
尚
噌
レ
李
勿
↓

よ
う
に
神
様
に
祈
噸
す

る
。二

〃
は
じ
め
の
午
の
日

の
祭
。

豆
ま
き
。

農
具
の
手
入
れ
。
作
業

衣
の
つ
く
ろ
い
。

苗
代
づ
く
り
、
田
お
こ

し
、
槻
も
み
浸
し

寺
の
行
事
で
白
い
象
を

障
り
甘
茶
を
接
待
す
る
。

万
満
寺
の
仁
王
様
の
股

く
ぐ
り
。
痢
気
に
な
ら

な
い
よ
う
に
祈
願
す
る
。

行
事
名

０

そ

下
谷
の
年
中
行
事
と
農
事
暦

膿
叩

五
月
五
日

六農

月 リ ＄

農
邪

八
月
室
日

十
四
日

Ｉ
Ⅲ
日

二
十
四
日

二
十
五
日

三
十
一
日

農
躯

九
Ⅱ

農
州

一
ｊ

農
躯

土
月
士
百

二
Ｊ
‐
Ｉ

士
ロ
ｎ
】

農
耶

士
一
月
羊
日

二
十
八
日

■
価

三
十
日リ

６
ｆ

さ
な
ぶ
り

‐
Ｆ
酎
毎
固
守
《
０
．

七
夕

迎
え
火

お
盆

雌
施
流
し

～〆

枇
緊

ｆ
側
刷

え
び
す
講

乎
児
奈
講

八
日
節
句

田
起
し
、
棚
ま
き
、
代

か
き
、
土
な
ら
し
。

田
械
の
終
っ
た
日
、
荒

神
梯
に
苗
を
奉
納
す
る
。

代
か
き
、
土
な
ら
し
、

早
苗
と
り
、
田
械
え
。

面
日
ｑ
夕
剖
０
今
。
■
ｄ
■
勺
且
９
‐
可
〃
口
・
グ
ー
け
Ｂ
Ｆ
Ｊ

に
き
な
ぶ
り
の
時
の
苗

を
タ
テ
ガ
ミ
に
み
た
て

て
飾
る
。

ヒ
エ
抜
き
。

迎
え
火
を
焚
い
て
仏
を

迎
え
る
。

袋
参
り
。

送
り
火
。

籾蝋殺稲秋水農
す作“刈の、具
りのり彼の巾
、 患 、 岸 箭
俵紺稲理
詰繁子
めし

脱

一
『
く
り
詞
”
ｐ
’
し
‐
剰
制
閏
一
一
斗
Ｊ
ザ
Ｔ
ｒ
・
旬
も

＃
＃

米
の
出
荷
、
肥
料
作
り
。

醐
宅
き

お
飾
り
．
門
松
立
て
、

神
棚
に
〆
縄
を
か
け
る
。

ワ
ラ
仕
躯
．
餅
つ
き
、

〆
飾
り
。



ｌ「泥
さ
ら
い
」

名
勾
二
候
丁
宿
力
’
一
二
Ｆ
ｋ
力
峨
で
〃

渇
水
期
に
行
わ
れ
る
泥
さ
ら
い
は
、
農
家

の
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
年
中
行
事
の
一

つ
で
し
た
。

田
畑
の
間
を
流
れ
る
用
排
水
路
や
屋
敷

ま
わ
り
の
堀
な
ど
に
は
、
自
然
と
泥
土
が

た
ま
っ
て
水
の
流
れ
が
悪
く
な
り
、
時
に

は
ガ
ス
の
発
生
を
ま
ね
き
ま
す
。
そ
れ
を

防
ぐ
た
め
に
、
泥
土
を
か
き
あ
げ
、
水
の

流
れ
を
良
く
し
、
田
舟
を
通
り
や
す
く
し

た
の
で
す
。
坂
川
本
流
の
泥
さ
ら
い
に
つ

い
て
は
関
係
町
村
の
耕
作
面
積
、
所
有
面

祇
、
戸
数
な
ど
に
応
じ
て
持
ち
場
が
決
ま

っ
て
お
り
、
村
々
を
あ
げ
て
い
っ
せ
い
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
五
、
六
年
に

一
度
は
大
が
か
り
に
川
底
が
さ
ら
わ
れ
、

ど
ろ
ご
え

か
き
あ
げ
ら
れ
た
泥
土
は
泥
肥
（
肥
料
）

と
し
て
田
畑
に
入
れ
ら
れ
た
り
、
堤
防
の

か
き
あ
げ
な
ど
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

昭
和
四
十
年
代
に
入
り
機
械
が
導
入
さ

れ
る
ま
で
は
、
ド
ロ
ハ
ラ
イ
、
ヘ
ド
ロ
カ

キ
、
ジ
ョ
レ
ン
、
ウ
ッ
ル
、
ス
キ
な
ど
を

用
い
た
ま
っ
た
く
の
手
作
業
で
し
た
。

Ｅ
歩
と
嶋

私
達
の
同
胞
が
日
常
生
活
の
必
要
か
ら

技
術
的
に
作
り
出
し
た
身
辺
卑
近
の
道
具

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
分
類
項
目
は
、

一
、
衣
食
住
に
関
す
る
も
の

家
屋
・
灯
火
具
・
調
理
、
飲
食
用
具

食
料
及
び
噌
好
品
・
服
物
・
履
物
・

装
身
具
・
出
産
、
育
児
用
具
・
衛
生

保
健
用
具

二
、
生
業
に
関
す
る
も
の

農
具
・
山
樵
用
具
・
狩
猟
用
具
・
漁

携
用
具
・
防
織
色
染
に
関
す
る
も
の

・
蓄
産
用
具
・
交
易
用
品
・
其
他

三
、
通
信
、
運
搬
に
関
す
る
も
の

運
搬
具
・
行
旅
具
・
報
知
具

四
、
団
体
生
活
に
関
す
る
も
の

五
、
儀
礼
に
関
す
る
も
の

と
な
っ
て
い
て
生
活
全
般
に
わ
た
り
ま
す
。

御

昭
和
唖
年

6〃〃5
●

1229257

〃〃10〃〃98〃
● ●●

14112281892923

〃〃〃11 〃〃
●

22201 4 6 3 0 2 ！

〃l
q

20E 28

目
が
御
佃
訓
訓
Ｉ
刈
り
買
判
劇
司
剣
棚
図

館
研
修
「
江
戸
川
八
十
八
ヶ
所
」

君
津
市
有
志
来
館

小
山
市
有
志
来
館
・
建
設
省
制
作

「
よ
み
が
え
る
川
」
完
成

第
十
八
回
公
開
講
座

「
松
戸
と
教
育
」

第
四
回
子
供
歴
史
教
室
開
催

新
南
小
農
具
版
画
展
に
協
力
参
加

坂
川
の
調
査
ｌ
①

坂
川
の
調
査
ｌ
②

横
須
賀
小
四
年
生
来
館

坂
川
の
調
査
Ｉ
（
⑤

坂
川
の
調
査
ｌ
〈
④

坂
川
の
調
査
ｌ
⑤
博
物
館
協
会

来
館

馬
橋
北
小
四
年
生
来
館

馬
橋
北
小
四
年
生
来
館

松
戸
市
監
査
委
員
会
来
館

新
松
戸
南
小
四
年
生
来
館

坂
川
の
調
査
ｌ
⑥

大
倉
理
事
長
自
治
大
臣
表
彰

第
十
九
回
公
開
講
座

「
新
松
戸
の
野
鳥
」

館
内
大
掃
除

仕
事
納 日

誌
抄

伊

○
坂
川
叩
と
私
域
涯
α
で
、
ら
し
は
頚
ユ
牡
て
も

密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
普
段
何
げ

な
く
渡
っ
て
い
る
橋
や
川
が
、
や
は
り
多

く
の
人
々
の
労
力
と
、
歴
史
の
中
に
あ
る

こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

Ｏ
坂
川
の
調
査
を
し
て
い
る
内
に
、
こ
の

近
在
の
屋
号
を
も
う
少
し
く
わ
し
く
調
べ

て
見
よ
う
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

Ｏ
資
料
や
お
聞
き
及
び
の
事
が
あ
り
ま
し

た
ら
当
資
料
館
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

▽
僻
鮮
日
街
進
水
雌
～
日
曜
日

▽
時
間
叩
時
～
咽
時
（
た
だ
し
、
入

館
は
晦
時
鋤
分
迄
）

▽
入
館
料
無
料

▽
所
在
地
松
戸
市
新
松
戸
３
１
”

新
松
戸
市
民
セ
ン
タ
ー
３
階

▽
砥
話
念
“
・
１
９
０
９

〈
賓
淵
館
利
用
の
ご
案
広
〉

編
集
後
記
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